
中
学
生
・
高
校
生
に
よ
る

読
書
の
現
状
と
そ
の
問
題
点

―
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
の
位
置
と
国
語
教
育
、
読
書
指
導
―

大

橋

崇

行

キ
ー
ワ
ー
ド
：
国
語
教
育
、
読
書
、
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
、
図
書
館
、
ヤ
ン
グ
ア
ダ
ル
ト

要
約現

在
の
中
学
校
や
高
等
学
校
に
お
け
る
国
語
教
育
に
お
い
て
も
っ
と
も
重
要
な
問

題
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
ど
の
よ
う
に
し
て
子
ど
も
に
読
書
を
さ
せ
る
の
か
と
い
う
こ

と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ま
で
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
ま
っ
た
く
本
を
読
ま
な
い

「
不
読
者
」
を
い
か
に
減
ら
す
か
と
い
う
こ
と
が
特
に
重
要
視
さ
れ
、
国
に
よ
る
法
整

備
や
、
自
治
体
、
学
校
に
よ
る
数
多
く
の
試
み
が
な
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
現

在
で
は
「
不
読
者
」
は
一
時
期
に
比
べ
て
大
き
く
減
少
し
て
い
る
。
一
方
で
現
在
で

は
、
あ
ら
た
な
問
題
が
生
じ
て
い
る
。
本
論
で
は
そ
の
点
に
つ
い
て
、
各
種
調
査
の

結
果
か
ら
、
中
学
生
や
高
校
生
が
実
際
に
読
ん
で
い
る
本
の
内
容
を
含
め
た
、
具
体

的
な
実
情
に
つ
い
て
分
析
を
し
た
。
そ
の
結
果
、
中
高
生
の
読
書
が
、
娯
楽
の
た
め

の
読
書
に
大
き
く
偏
り
が
生
じ
て
い
る
と
い
う
問
題
を
指
摘
し
た
。
ま
た
、
そ
の
原

因
は
、
中
学
校
や
高
校
で
行
わ
れ
て
い
る
活
動
そ
の
も
の
に
内
在
し
て
い
る
と
い
う

問
題
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
そ
の
上
で
、
読
解
力
の
向
上
や
、
多
様
な
知
識
を
得
る

た
め
の
読
書
を
、
娯
楽
と
し
て
の
読
書
と
ど
の
よ
う
に
両
立
さ
せ
る
の
か
こ
そ
が
、

現
在
の
読
書
指
導
に
お
け
る
問
題
だ
と
結
論
づ
け
た
。

１

は
じ
め
に

平
成
二
十
年
一
月
十
七
日
の
中
央
教
育
審
議
会
答
申
『
幼
稚
園
、
小
学
校
、
中
学

校
、
高
等
学
校
及
び
特
別
支
援
学
校
の
学
習
指
導
要
領
の
改
善
に
つ
い
て
』
の
「
７

教
育
内
容
に
関
す
る
主
な
改
善
事
項
」「（
１
）
言
語
活
動
の
充
実
」
で
は
、
特
に
読

書
活
動
に
関
連
し
て
次
の
よ
う
な
指
摘
が
な
さ
れ
た
。

第
二
に
、
読
書
活
動
の
推
進
で
あ
る
。
言
語
に
関
す
る
能
力
を
は
ぐ
く
む
に
当

た
っ
て
は
、
読
書
活
動
が
不
可
欠
で
あ
る
。
学
校
教
育
に
お
い
て
は
、
例
え
ば
、

国
語
科
に
お
い
て
、
小
学
校
で
は
、
児
童
が
日
常
的
に
読
書
に
親
し
む
た
め
の

指
導
内
容
を
、
中
学
校
に
お
い
て
は
生
徒
の
読
書
を
よ
り
豊
か
な
も
の
に
す
る

た
め
の
指
導
内
容
を
そ
れ
ぞ
れ
位
置
付
け
る
な
ど
、
各
教
科
等
に
お
い
て
、
発

達
の
段
階
を
踏
ま
え
た
指
導
の
ね
ら
い
を
明
確
に
し
、
読
書
活
動
を
推
進
す
る

こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
読
書
習
慣
の
確
立
に
当
た
っ
て
は
家
庭
の

役
割
が
大
き
い
。
学
校
、
家
庭
、
地
域
を
通
じ
た
読
書
活
動
の
一
層
の
充
実
が

必
要
で
あ
る
。

現
行
の
学
習
指
導
要
領
は
こ
れ
を
色
濃
く
反
映
し
た
も
の
で
あ
り
、『
高
等
学
校

学
習
指
導
要
領
／
新
旧
対
照
表
』
で
見
て
も
、
国
語
教
育
に
お
け
る
読
書
の
取
り
扱

い
に
つ
い
て
の
記
述
が
大
幅
に
増
加
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

た
と
え
ば
、
平
成
二
十
一
年
三
月
九
日
に
改
正
さ
れ
た
『
高
等
学
校
学
習
指
導
要

領
』（
文
部
科
学
省
告
示
第
三
十
四
号
）
の
「
国
語
総
合
」
で
は
「
Ｃ

読
む
こ
と
」

中学生・高校生による読書の現状とその問題点9



に
関
す
る
「
３

内
容
の
取
扱
い
」
と
し
て
、「
自
分
の
読
書
生
活
を
振
り
返
り
、
読

書
の
幅
を
広
げ
、
読
書
の
習
慣
を
養
う
こ
と
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
現
代

文
Ａ
」
で
は
「
１

目
標
」
と
し
て
「
近
代
以
降
の
様
々
な
文
章
を
読
む
こ
と
に
よ
っ

て
、
我
が
国
の
言
語
文
化
に
対
す
る
理
解
を
深
め
、
生
涯
に
わ
た
っ
て
読
書
に
親
し

み
、
国
語
の
向
上
や
社
会
生
活
の
充
実
を
近
代
以
降
の
様
々
な
文
章
を
的
確
に
理
解

し
、
適
切
に
表
現
す
る
能
力
を
高
め
る
と
と
も
に
、
も
の
の
見
方
、
感
じ
方
、
考
え

方
を
深
め
、
進
ん
で
読
書
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
語
の
向
上
を
図
り
人
生
を
豊
か

に
す
る
態
度
を
育
て
る
。」と
あ
る
。
同
様
に「
現
代
文
Ｂ
」で
は「
近
代
以
降
の
様
々

な
文
章
を
的
確
に
理
解
し
、
適
切
に
表
現
す
る
能
力
を
高
め
る
と
と
も
に
、
も
の
の

見
方
、
感
じ
方
、
考
え
方
を
深
め
、
進
ん
で
読
書
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
語
の
向

上
を
図
り
人
生
を
豊
か
に
す
る
態
度
を
育
て
る
。」
と
い
う
こ
と
が
掲
げ
ら
れ
て
お

り
、
国
語
教
育
を
読
書
指
導
へ
と
接
続
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
、
ひ
と
つ
の
問
題
意
識

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

具
体
的
に
『
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説
／
国
語
編
』
に
目
を
向
け
て
み
る
と
、

た
と
え
ば
「
国
語
総
合
」
に
お
け
る
「
読
書
指
導
」
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
記
述

さ
れ
て
い
る
。

読
書
に
お
い
て
は
，
単
に
文
章
を
無
秩
序
に
読
む
と
い
う
の
で
は
な
く
，
多

種
多
様
な
書
物
の
存
在
を
知
り
，
そ
の
中
か
ら
自
分
に
と
っ
て
必
要
な
も
の
を

選
ん
で
継
続
し
て
読
む
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
そ
の
際
，
定
期
的
に
「
自
分
の

読
書
生
活
を
振
り
返
」
る
こ
と
が
，
読
書
生
活
を
豊
か
に
す
る
こ
と
に
つ
な
が

る
。ま

た
，
読
書
に
対
し
て
興
味
・
関
心
を
も
ち
，
自
ら
進
ん
で
読
書
し
よ
う
と

す
る
意
欲
を
も
つ
こ
と
も
大
切
で
あ
る
。
興
味
・
関
心
を
も
つ
こ
と
が
，
同
じ

分
野
の
本
を
読
み
深
め
る
こ
と
に
も
，
様
々
な
分
野
の
本
へ
と
幅
広
く
読
み
広

げ
る
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
て
い
く
。

「
読
書
の
幅
を
広
げ
」
る
に
は
，
生
徒
自
ら
が
学
校
図
書
館
の
司
書
教
諭
や

地
域
の
図
書
館
の
司
書
な
ど
に
よ
る
適
切
な
助
言
を
受
け
る
こ
と
が
有
効
で
あ

る
。
そ
の
た
め
に
は
，
広
く
関
係
す
る
機
関
と
連
携
し
て
指
導
す
る
こ
と
が
必

要
と
な
る
。

「
読
書
の
幅
を
広
げ
，
読
書
の
習
慣
を
養
う
こ
と
」
は
，
生
徒
個
人
の
人
間

性
を
培
う
ば
か
り
で
な
く
，
書
物
か
ら
知
識
や
情
報
を
収
集
し
活
用
す
る
力
を

身
に
付
け
る
基
盤
と
も
な
る
。
今
後
ま
す
ま
す
情
報
化
が
進
展
す
る
社
会
に
お

い
て
，
よ
り
よ
く
生
き
る
た
め
に
，
読
書
の
幅
を
広
げ
，
読
書
の
習
慣
を
養
う

こ
と
の
重
要
性
は
一
層
高
ま
っ
て
い
く
こ
と
を
認
識
す
る
必
要
が
あ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
現
行
の
学
習
指
導
要
領
で
想
定
さ
れ
て
い
る
中
等
教
育
課
程
に

お
け
る
国
語
教
育
と
読
書
指
導
と
の
関
係
と
し
て
、
大
き
く
三
つ
の
問
題
意
識
が
示

さ
れ
て
い
る
と
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
に
、
生
徒
が
読
書
に
つ
い
て
「
興
味
・
関
心
」
を
持
つ
こ
と
を
初
等
教
育
か

ら
中
等
教
育
の
段
階
に
お
い
て
促
し
、
そ
れ
を
高
等
教
育
や
生
涯
学
習
へ
と
接
続
さ

せ
て
い
こ
う
と
い
う
枠
組
み
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
第
二
に
、
読
書
指
導

は
学
校
図
書
館
、
司
書
教
諭
と
国
語
の
教
員
と
が
連
携
し
て
行
う
こ
と
が
求
め
ら
れ

て
お
り
、
そ
の
上
で
、
国
語
の
授
業
外
学
修
活
動
と
し
て
実
施
し
て
い
く
た
め
の
方

策
を
立
て
る
必
要
が
あ
る
。
第
三
に
、
読
書
は
情
報
化
す
る
現
代
社
会
に
対
応
す
る

基
本
リ
テ
ラ
シ
ー
を
養
成
す
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
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生
徒
が
「
幅
広
く
読
み
広
げ
る
」
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
教
師
の
側
で
指
導
す
る

こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

現
行
の
学
習
指
導
要
領
に
つ
い
て
は
平
成
二
十
八
年
に
前
倒
し
改
訂
に
な
る
こ
と

が
す
で
に
決
ま
っ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
こ
の
内
容
に
つ
い
て
は
今
後
、
あ
る
程
度

変
容
す
る
こ
と
に
つ
い
て
も
想
定
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
平

成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日
の
中
央
教
育
審
議
会
に
お
け
る
ス
ポ
ー
ツ
・
青
少
年
分

科
会
で
審
議
さ
れ
た
「
第
三
次
『
子
ど
も
の
読
書
活
動
推
進
に
関
す
る
基
本
的
な
計

画
』」
な
ど
を
見
る
限
り
、
読
書
指
導
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
枠
組
み
は
保
持
さ
れ
る

だ
け
で
な
く
、
よ
り
重
点
化
さ
れ
る
も
の
と
予
測
さ
れ
る
。

以
上
の
点
を
確
認
し
た
上
で
、
本
稿
で
ま
ず
問
題
と
し
た
い
の
は
、
現
在
の
読
書

指
導
の
実
態
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
沿
っ
た
教
育
が
、
果

た
し
て
本
当
に
実
施
さ
れ
、
機
能
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

結
論
か
ら
先
に
述
べ
れ
ば
、
中
央
教
育
審
議
会
や
学
習
指
導
要
領
に
お
い
て
示
さ

れ
た
問
題
意
識
と
、
現
在
行
わ
れ
て
い
る
国
語
教
育
、
読
書
指
導
、
ま
た
生
徒
・
児

童
に
よ
る
読
書
の
実
態
と
は
、
少
な
か
ら
ず
か
け
離
れ
た
状
態
に
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
各
種
読
書
調
査
か
ら
出
さ
れ
た
結
果
や
、
現
在
行
わ
れ
て
い

る
読
書
指
導
の
現
状
に
つ
い
て
、
そ
こ
に
ど
の
よ
う
な
問
題
が
あ
る
の
か
を
分
析
し

て
い
き
た
い
。
そ
の
上
で
、
生
徒
・
児
童
が
現
在
抱
え
て
い
る
読
書
の
状
況
を
組
み

替
え
る
た
め
に
は
ど
の
よ
う
な
教
育
の
方
向
性
が
必
要
な
の
か
に
つ
い
て
、
考
え
て

い
く
こ
と
と
す
る
。

２

生
徒
・
児
童
の
読
書
に
関
す
る
調
査

初
等
教
育
か
ら
中
等
教
育
に
か
け
て
の
読
書
状
況
に
つ
い
て
ひ
と
つ
の
指
標
と
な

る
の
は
、
全
国
学
校
図
書
館
協
議
会
が
毎
日
新
聞
社
と
共
同
で
毎
年
五
月
に
行
っ
て

い
る
「
読
書
調
査
」（
Ｓ
Ｌ
Ａ
調
査
）
で
あ
ろ
う
。
こ
の
結
果
は
、
同
協
議
会
が
刊
行

し
て
い
る
雑
誌
『
学
校
図
書
館
』
の
十
一
月
号
で
、
毎
年
発
表
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

な
か
で
特
に
広
く
周
知
さ
れ
る
の
が
、
一
万
人
規
模
の
調
査
で
示
さ
れ
る
五
月
一
カ

月
間
の
「
平
均
読
書
冊
数
」
と
、「
不
読
者
」
の
推
移
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
不
読
者
」

と
い
う
の
は
、
一
カ
月
に
一
冊
も
本
を
読
ま
な
か
っ
た
児
童
・
生
徒
を
指
し
て
い
る
。

し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
一
九
九
〇
年
代
に
お
い
て
は
、
子
ど
も
が
あ
ま

り
に
本
を
読
ま
な
い
と
い
う
こ
と
が
非
常
に
問
題
視
さ
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
小
学

校
高
学
年
に
お
け
る
一
カ
月
の
「
平
均
読
書
冊
数
」
は
一
九
九
五
年
に
五
・
四
冊
と

な
っ
た
の
が
も
っ
と
も
低
く
、
高
等
学
校
の
生
徒
の
平
均
読
書
冊
数
は
一
カ
月
平
均

一
・
〇
冊
に
ま
で
落
ち
込
ん
で
い
た
。
こ
れ
に
呼
応
し
て
、「
不
読
者
」
の
割
合
も
、

小
学
校
高
学
年
は
一
九
九
五
年
の
一
五
・
五
％
、高
校
生
で
は
一
九
九
七
年
の
六
九
・

八
％
が
ピ
ー
ク
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
一
部
の
児
童
・
生
徒
が
数
多
く
の
本

を
読
ん
で
い
る
一
方
で
、
ま
っ
た
く
本
を
読
ま
な
い
児
童
・
生
徒
が
お
り
、
子
ど
も

の
読
書
は
そ
の
両
極
端
に
分
岐
し
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況
が
批
判
さ
れ
た
こ
と
で
、
子
ど
も
の
読
書
に
対
す
る
問
題
意
識

が
、
一
九
九
〇
年
代
半
ば
か
ら
非
常
に
高
ま
っ
て
い
た
。

た
と
え
ば
当
時
の
公
立
図
書
館
の
状
況
を
確
認
す
る
と
、
一
九
三
〇
年
代
か
ら
四

〇
年
代
に
か
け
て
ア
メ
リ
カ
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ラ
イ
ブ
ラ
リ
で
は

じ
ま
っ
て
い
た
い
わ
ゆ
る
「
ヤ
ン
グ
ア
ダ
ル
ト
・
サ
ー
ビ
ス
」
が
日
本
の
図
書
館
に
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紹
介
さ
れ
た
の
は
、中
村
勝
哉
が
一
九
七
九
年
に『
現
代
の
図
書
館
』特
別
号
で「「
ヤ

ン
グ
・
ア
ダ
ル
ト
」
部
門
の
創
設
を
期
待
す
る
」
を
発
表
し
て
以
降
だ
と
思
わ
れ
る
(注
１
)。

こ
の
「
ヤ
ン
グ
ア
ダ
ル
ト
・
サ
ー
ビ
ス
」
に
つ
い
て
は
、『
み
ん
な
の
図
書
館
』
一
九

八
八
年
六
月
号
の
特
集
「
ヤ
ン
グ
ア
ダ
ル
ト
っ
て
な
に
？
」
や
、『
図
書
館
雑
誌
』
一

九
九
〇
年
五
月
号
の
特
集
「
子
ど
も
た
ち
へ
の
サ
ー
ビ
ス
を
考
え
る
」
な
ど
で
普
及

が
図
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
吉
田
一
憲
が
『
図
書
館
雑
誌
』
一
九
九
一
年
一
二
月
号

で
示
し
た
町
田
市
立
中
央
図
書
館
に
お
け
る
実
践
報
告
や
(注
２
)、『

み
ん
な
の
図
書
館
』
一

九
九
四
年
六
月
号
の
特
集
「
Ｙ
Ａ
サ
ー
ビ
ス
を
や
ろ
う
」
な
ど
を
見
る
限
り
、
一
九

九
〇
年
代
半
ば
ま
で
あ
ま
り
定
着
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
こ
れ
に
対

し
、
ヤ
ン
グ
ア
ダ
ル
ト
出
版
会
が
『
図
書
館
雑
誌
』
一
九
九
九
年
九
月
号
に
掲
載
し

た
「
公
共
図
書
館
に
お
け
る
ヤ
ン
グ
ア
ダ
ル
ト
・
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
調
査
集
計
結

果
報
告
」
を
参
照
す
る
と
、
こ
の
時
期
に
ヤ
ン
グ
ア
ダ
ル
ト
・
サ
ー
ビ
ス
は
少
な
か

ら
ず
普
及
し
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
、
こ
れ
が
ち
ょ
う
ど
Ｓ
Ｌ
Ａ
調
査
で
一
九
九
〇

年
代
半
ば
か
ら
の
子
ど
も
の
「
不
読
者
」
の
割
合
の
減
少
と
、
一
カ
月
の
平
均
読
書

冊
数
の
増
加
に
重
な
り
あ
っ
て
い
る
こ
と
は
、
非
常
に
注
目
さ
れ
る
。

ま
た
、
あ
と
で
具
体
的
に
示
す
よ
う
に
、
一
九
八
八
年
に
林
公
と
大
塚
笑
子
が
提

唱
し
、
船
橋
学
園
女
子
高
校
（
現
在
の
東
葉
高
等
学
校
）
で
試
み
た
「
朝
の
読
書
」

が
、
文
部
科
学
省
が
二
〇
〇
一
年
を
「
教
育
新
生
元
年
」
と
位
置
づ
け
て
は
じ
め
た

「
21
世
紀
教
育
新
生
プ
ラ
ン
」
に
盛
り
込
ま
れ
た
こ
と
も
、「
不
読
者
」
の
減
少
に
大

き
く
寄
与
し
て
い
る
。「
朝
の
読
書
」
の
提
唱
者
で
あ
る
大
塚
笑
子
と
、
書
籍
の
取
次

を
行
っ
て
い
る
株
式
会
社
ト
ー
ハ
ン
を
中
心
と
し
た
「
朝
の
読
書
推
進
協
議
会
」
に

よ
れ
ば
、
二
〇
一
五
年
一
〇
月
五
日
に
全
国
の
小
学
校
で
一
六
七
二
七
校
、
中
学
校

で
八
六
三
一
校
、
高
等
学
校
で
二
二
一
七
校
ま
で
普
及
し
て
い
る
と
さ
れ
て
お
り
(注
３
)、

小
学
校
高
学
年
の
不
読
者
は
二
〇
一
四
年
の
調
査
で
三
・
八
％
し
て
い
る
こ
と
や
、

一
九
九
〇
年
代
に
四
〇
％
か
ら
五
〇
％
で
推
移
し
て
い
た
中
学
生
の
不
読
者
が
二
〇

〇
七
年
以
降
は
一
〇
％
台
半
ば
で
推
移
す
る
と
こ
ろ
ま
で
回
復
し
て
い
る
の
は
、
こ

れ
ら
の
活
動
の
成
果
だ
っ
た
と
考
え
て
良
い
。

３

読
書
の
実
態

し
か
し
、
一
方
で
問
題
と
し
た
い
の
は
、「
不
読
者
」
の
割
合
が
減
少
し
て
い
る
一

方
で
、
特
に
中
学
生
か
ら
高
校
生
に
か
け
て
の
世
代
が
読
ん
で
い
る
具
体
的
な
本
の

内
実
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
朝
の
読
書
推
進
協
議
会
が
毎
年
五
月
に
、
前
年
度
の
「
朝
の
読
書
」

で
よ
り
多
く
読
ま
れ
た
本
を
発
表
し
て
い
る
「『
朝
の
読
書
』（
学
校
）
で
読
ま
れ
た

本
」
上
位
二
十
冊
の
リ
ス
ト
を
見
て
み
る
と
、
平
成
二
十
六
年
度
の
中
学
生
で
は
柳

田
理
科
雄
『
空
想
科
学
読
本
』、
有
川
浩
『
図
書
館
戦
争
』
シ
リ
ー
ズ
、
宗
田
理
『
ぼ

く
ら
』
シ
リ
ー
ズ
、
じ
ん
（
自
然
の
敵
Ｐ
）『
カ
ゲ
ロ
ウ
デ
イ
ズ
』、
東
川
篤
哉
『
謎

解
き
は
デ
ィ
ナ
ー
の
あ
と
で
』、
Ｊ
．
Ｋ
．
ロ
ー
リ
ン
グ
『
ハ
リ
ー
・
ポ
ッ
タ
ー
』、

川
原
礫
『
ソ
ー
ド
ア
ー
ト
・
オ
ン
ラ
イ
ン
』
な
ど
が
並
ん
で
い
る
。
ま
た
高
校
生
で

も
、
有
川
浩
『
図
書
館
戦
争
』
シ
リ
ー
ズ
、
川
原
礫
『
ソ
ー
ド
ア
ー
ト
・
オ
ン
ラ
イ

ン
』、
和
田
竜
『
村
上
海
賊
の
娘
』、
百
田
尚
樹
『
永
遠
の
０
』、
じ
ん
（
自
然
の
敵
Ｐ
）

『
カ
ゲ
ロ
ウ
デ
イ
ズ
』、
有
川
浩
『
レ
イ
ン
ツ
リ
ー
の
国
』、
東
野
圭
吾
『
探
偵
ガ
リ
レ

オ
』
シ
リ
ー
ズ
と
続
い
て
い
る
。

こ
の
と
き
、
中
学
生
、
高
校
生
と
も
、
小
説
以
外
の
書
籍
と
し
て
上
位
二
十
冊
に
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挙
が
っ
て
い
る
の
は
『
空
想
科
学
読
本
』
の
ほ
か
、
中
学
生
で
は
鎌
田
洋
『
デ
ィ
ズ

ニ
ー

あ
り
が
と
う
の
神
様
が
教
え
て
く
れ
た
こ
と
』
と
、
マ
ン
ガ
作
品
の
蛇
蔵
・

海
野
凪
子
『
日
本
人
の
知
ら
な
い
日
本
語
』、
高
校
生
で
は
ケ
ル
ト
神
話
研
究
会
『
ケ

ル
ト
神
話
全
書
』
の
み
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
以
外
の
具
体
的
な
内
訳
を
見
て
み
る

と
、
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
が
中
学
生
で
は
『
ソ
ー
ド
ア
ー
ト
・
オ
ン
ラ
イ
ン
』
の
ほ
か
、

鎌
池
和
馬
『
と
あ
る
魔
術
の
禁
書
目
録
』、
井
上
堅
二
『
バ
カ
と
テ
ス
ト
と
召
喚
獣
』、

時
雨
沢
恵
一
『
キ
ノ
の
旅
』、
西
尾
維
新
〈
物
語
〉
シ
リ
ー
ズ
の
五
点
、
マ
ン
ガ
の
ノ

ベ
ラ
イ
ズ
作
品
が
椎
名
軽
穂
原
作
・
下
川
香
苗
著
『
君
に
届
け
』、
藤
巻
忠
俊
原
作
・

平
林
佐
和
子
著
『
黒
子
の
バ
ス
ケ

Replace』
の
二
点
、
ボ
カ
ロ
小
説
と
し
て
じ
ん

（
自
然
の
敵
Ｐ
）『
カ
ゲ
ロ
ウ
デ
イ
ズ
』、
い
わ
ゆ
る
ラ
イ
ト
文
芸
作
品
と
し
て
三
上
延

『
ビ
ブ
リ
ア
古
書
堂
の
事
件
手
帖
』
が
あ
が
っ
て
い
る
ほ
か
、
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
化
、
映

画
化
さ
れ
た
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
小
説
が
残
り
の
小
説
の
大
部
分
を
占
め
て
い
る
(注
４
)。

高
校

生
も
同
様
に
、
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
が
川
原
礫
『
ソ
ー
ド
ア
ー
ト
・
オ
ン
ラ
イ
ン
』、
西
尾

維
新
〈
物
語
〉
シ
リ
ー
ズ
、
佐
島
勤
『
魔
法
科
高
校
の
劣
等
生
』、
時
雨
沢
恵
一
『
キ

ノ
の
旅
』、
鎌
池
和
馬
『
と
あ
る
魔
術
の
禁
書
目
録
』
の
五
点
、
ボ
カ
ロ
小
説
と
し
て

じ
ん
（
自
然
の
敵
Ｐ
）『
カ
ゲ
ロ
ウ
デ
イ
ズ
』、
い
わ
ゆ
る
ラ
イ
ト
文
芸
作
品
と
し
て

三
上
延
『
ビ
ブ
リ
ア
古
書
堂
の
事
件
手
帖
』
が
あ
が
っ
て
お
り
、
読
書
傾
向
は
ほ
と

ん
ど
変
わ
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
状
況
は
平
成
二
十
五
年
度
、
平
成
二
十
四
年
度
と

さ
か
の
ぼ
っ
て
も
、
基
本
的
に
同
じ
よ
う
な
状
況
に
な
っ
て
い
る
。

一
方
で
、
Ｓ
Ｌ
Ａ
調
査
で
毎
年
男
女
別
に
示
さ
れ
る
「
５
月
１
か
月
間
に
読
ん
だ

本
」
を
見
て
も
、
ほ
と
ん
ど
同
じ
よ
う
な
書
名
が
挙
が
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

た
と
え
ば
、
二
〇
一
四
年
の
第
六
十
回
調
査
に
お
け
る
高
校
二
年
男
子
で
は
、
榎

宮
祐
『
ノ
ー
ゲ
ー
ム
・
ノ
ー
ラ
イ
フ
』、
川
原
礫
『
ソ
ー
ド
ア
ー
ト
・
オ
ン
ラ
イ
ン
』、

百
田
尚
樹
『
永
遠
の
０
』、
じ
ん
（
自
然
の
敵
Ｐ
）『
カ
ゲ
ロ
ウ
デ
イ
ズ
』
と
並
ん
で

い
る
。
特
に
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
は
複
数
巻
シ
リ
ー
ズ
と
し
て
刊
行
さ
れ
る
こ
と
が
多
い

の
だ
が
、
こ
の
調
査
で
は
名
前
が
挙
げ
ら
れ
た
す
べ
て
の
巻
を
別
々
に
掲
載
す
る
た

め
、『
ノ
ー
ゲ
ー
ム
・
ノ
ー
ラ
イ
フ
』
は
一
巻
、
二
巻
、
四
巻
、
八
巻
、『
ソ
ー
ド
ア
ー

ト
・
オ
ン
ラ
イ
ン
』
は
一
巻
、
二
巻
、
三
巻
、
四
巻
、
五
巻
、
六
巻
、
七
巻
、
八
巻
、

十
四
巻
が
よ
り
多
く
の
生
徒
が
読
ん
だ
本
と
し
て
上
位
に
挙
が
っ
て
い
る
。
こ
の

他
、
ウ
ェ
ブ
小
説
作
品
と
し
て
ぱ
っ
く
ん
ち
ょ
（
金
沢
伸
明
）『
王
様
ゲ
ー
ム
』、
ゲ
ー

ム
の
ノ
ベ
ラ
イ
ズ
作
品
と
し
て
黒
田
研
二
『
青
鬼
』、
ラ
イ
ト
文
芸
作
品
と
し
て
櫛
木

理
宇
『
ホ
ー
ン
テ
ッ
ド
・
キ
ャ
ン
パ
ス
』
が
挙
が
っ
て
い
る
た
め
、
挙
が
っ
て
い
る

書
名
三
十
点
の
う
ち
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
関
連
書
籍
が
十
七
冊
を
占
め
る
と
い
う
状
態
に

な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
こ
こ
十
年
ほ
ど
顕
著
に
続
い
て
お
り
、
高
校
生

世
代
で
は
挙
が
っ
て
く
る
書
名
の
少
な
く
と
も
半
分
程
度
、
多
い
と
き
に
は
三
分
の

二
以
上
が
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
関
連
書
籍
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
る
。

一
方
、
高
校
生
女
子
で
は
有
川
浩
『
図
書
館
戦
争
』『
植
物
図
鑑
』、
梨
木
香
歩
『
西

の
魔
女
が
死
ん
だ
』、
湊
か
な
え
『
白
ゆ
き
姫
殺
人
事
件
』
な
ど
の
一
般
向
け
の
文
芸

作
品
が
比
較
的
多
く
見
ら
れ
る
も
の
の
、
中
学
一
年
生
か
ら
二
年
生
に
か
け
て
の
女

子
に
、
じ
ん
（
自
然
の
敵
Ｐ
）『
カ
ゲ
ロ
ウ
デ
イ
ズ
』
が
圧
倒
的
な
支
持
を
集
め
て
い

る
の
が
特
徴
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
状
況
か
ら
、『
学
校
図
書
館
』
に
お
け
る
Ｓ
Ｌ
Ａ
調
査
の
解
説
で
は
、

「
シ
リ
ー
ズ
も
の
」
が
人
気
で
あ
る
こ
と
が
毎
年
の
よ
う
に
指
摘
さ
れ
る
と
い
う
の

が
、
恒
例
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
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シ
リ
ー
ズ
も
の
は
「
続
き
を
読
み
た
い
」
と
い
う
心
理
を
受
け
止
め
て
書
か
れ

て
い
て
、読
者
は
安
心
し
て
次
を
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
選
書
の
失
敗
も
な
い
。

シ
リ
ー
ズ
の
中
に
は
小
学
生
か
ら
高
校
生
ま
で
幅
広
い
層
に
人
気
の
あ
る
も
の

や
長
い
間
読
み
継
が
れ
て
い
る
も
の
も
多
い
。（『
学
校
図
書
館
』
七
四
五
号
、

二
〇
一
二
・
一
一
）

し
か
し
こ
の
「
シ
リ
ー
ズ
も
の
」
と
い
う
表
現
は
、
小
学
生
に
長
年
親
し
ま
れ
て

い
る
原
ゆ
た
か
『
か
い
け
つ
ゾ
ロ
リ
』
か
ら
、
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
関
連
書
籍
、
さ
ら
に

は
一
般
文
芸
作
品
で
あ
る
東
川
篤
哉
『
謎
解
き
は
デ
ィ
ナ
ー
の
あ
と
で
』
ま
で
含
め

た
あ
ま
り
に
も
広
い
枠
組
み
で
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
指
摘
と
し
て
は
機
能
し
て
な
い
と

考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
一
方
で
、
二
〇
一
四
年
の
調
査
で
初
め
て
、
特
に
ラ
イ
ト
ノ

ベ
ル
作
品
に
つ
い
て
、
調
査
報
告
担
当
者
で
あ
る
山
田
万
紀
惠
が
、
高
校
生
男
子
に

つ
い
て
次
の
よ
う
な
指
摘
を
お
こ
な
っ
た
。

５
割
に
近
い
不
読
率
と
合
わ
せ
て
考
え
て
み
る
と
、
読
ま
な
い
だ
け
で
な
く
、

読
む
作
品
の
質
の
低
下
も
問
題
視
し
た
い
。
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
ば
か
り
読
ん
で
い

て
は
、
読
書
力
を
高
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
中
学
生
の
興
味
・
関
心
の
広
が

り
を
ど
う
伸
ば
し
て
い
く
か
、
教
師
や
家
庭
、
地
域
の
協
力
の
も
と
取
り
組
ん

で
い
き
た
い
。（『
学
校
図
書
館
』
七
六
九
号
、
二
〇
一
四
・
一
一
）

従
来
、
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
も
含
め
た
「
シ
リ
ー
ズ
も
の
」
に
つ
い
て
は
、「
多
く
の
高

校
生
に
読
書
の
幅
広
い
楽
し
み
を
味
わ
っ
て
ほ
し
い
」（
二
〇
一
二
年
調
査
）、「
自
分

の
興
味
・
関
心
に
基
づ
い
た
読
書
を
し
て
い
る
」（
二
〇
一
三
年
調
査
）
と
、
中
学
生

か
ら
高
校
生
に
か
け
て
の
読
書
の
入
口
と
し
て
、
あ
る
い
は
「
不
読
者
」
を
減
ら
す

た
め
の
糸
口
と
し
て
、
比
較
的
好
意
的
に
記
述
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
こ
れ
に

対
し
、
二
〇
一
四
年
度
調
査
で
は
じ
め
て
、「
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
」
は
「
読
書
力
を
高
め

る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
、
明
確
に
批
判
さ
れ
る
対
象
と
し
て
記
述
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。

４

学
校
教
育
に
お
け
る
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
の
問
題
点

こ
の
よ
う
な
指
摘
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
点
が
指
摘
で
き
る
。

ひ
と
つ
に
は
、
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
と
い
う
枠
組
み
そ
の
も
の
の
問
題
で
あ
ろ
う
。
こ

の
用
語
は
現
在
で
は
、
書
店
と
書
店
に
配
本
を
す
る
ト
ー
ハ
ン
、
日
販
な
ど
の
取
次

会
社
が
用
い
て
い
る
書
籍
棚
の
振
り
分
け
と
し
て
流
通
し
て
い
る
と
い
う
の
が
実
態

と
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
公
共
図
書
館
や
学
校
図
書
館
、
学
級
文
庫
で
は
用

い
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ヤ
ン
グ
ア
ダ
ル
ト
・
サ
ー
ビ
ス
の
中
に
組
み
込
む
か
、
Ｎ
Ｄ

Ｃ
分
類
で
九
一
〇
番
台
を
当
て
て
、
文
庫
本
の
棚
に
置
く
こ
と
し
か
で
き
な
い
。
こ

の
こ
と
が
、
学
校
教
育
の
な
か
で
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
を
扱
う
こ
と
が
難
し
い
要
因
と
も

な
っ
て
い
る
。

近
代
以
降
の
日
本
社
会
に
お
け
る
「
性
別
隔
離
」
性
を
指
摘
し
て
い
る
の
は
上
野

千
鶴
子
だ
が
(注
５
)、

現
在
の
日
本
の
書
籍
流
通
は
、
性
別
、
年
代
に
よ
っ
て
棚
が
分
け
ら

れ
、
カ
テ
ゴ
リ
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
も
っ
と
も
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
新
城
カ
ズ
マ
が
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
を
「
ゼ
ロ
・
ジ
ャ
ン
ル
小
説
」
と
し
た
こ
と
に

示
さ
れ
る
よ
う
に
(注
６
)、

ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
と
い
う
用
語
を
内
容
に
よ
る
小
説
分
類
と
し
て

の
「
ジ
ャ
ン
ル
」
と
い
う
発
想
か
ら
腑
分
け
し
て
考
え
よ
う
と
す
る
発
想
は
特
に
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
読
者
の
あ
い
だ
で
根
強
く
見
ら
れ
る
が
、
小
説

の
制
作
側
の
視
点
か
ら
見
る
と
、
こ
れ
は
制
作
と
流
通
の
過
程
を
踏
ま
え
ず
、
読
者
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の
側
で
意
味
づ
け
た
だ
け
の
見
当
外
れ
な
議
論
に
す
ぎ
な
い
。
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
は
、

マ
ン
ガ
、
ア
ニ
メ
的
な
イ
ラ
ス
ト
が
つ
い
て
お
り
、
中
高
生
を
対
象
と
し
た
書
籍
が
、

男
女
別
に
分
け
て
書
店
の
書
棚
に
置
か
れ
る
と
き
の
棚
の
種
類
と
し
て
機
能
し
て
い

る
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
ジ
ャ
ン
ル
で
は
な
く
あ
く
ま
で
書
籍
の
販
売
カ
テ
ゴ

リ
の
問
題
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
図
書
館
の
分
類
の
よ

う
に
内
容
を
見
て
判
断
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
取
次
や
文
庫
レ
ー
ベ
ル
、
書
籍
の

営
業
の
段
階
で
機
械
的
に
振
り
分
け
ら
れ
て
い
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
た
と
え
ば
マ

ン
ガ
、
ア
ニ
メ
的
な
イ
ラ
ス
ト
が
つ
い
て
い
る
小
説
で
も
、
青
年
期
読
者
を
対
象
と

し
て
お
ら
ず
、
成
年
の
一
般
読
者
を
対
象
と
し
て
い
る
場
合
に
は
、
一
般
文
芸
と
し

て
カ
テ
ゴ
リ
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

し
た
が
っ
て
、
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
に
は
あ
ま
り
に
も
多
様
な
小
説
が
そ
の
な
か
に
組

み
込
ま
れ
て
お
り
、
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
と
い
う
用
語
や
枠
組
み
だ
け
を
以
て
な
に
か
を

語
る
こ
と
は
、
き
わ
め
て
難
し
い
状
況
だ
と
い
え
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
ラ
イ
ト
ノ

ベ
ル
を
「
シ
リ
ー
ズ
も
の
」
と
い
う
枠
組
み
で
捉
え
、
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
を
主
語
に
し

て
語
ろ
う
と
す
る
こ
と
自
体
が
、
ほ
と
ん
ど
不
可
能
な
の
で
あ
る
。

一
方
で
、「
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
」
は
「
読
書
力
を
高
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う

指
摘
が
、
少
な
か
ら
ず
的
を
射
て
い
る
と
い
う
側
面
も
あ
る
こ
と
は
、
確
認
し
て
お

く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
が
あ
く
ま
で
エ
ン
タ
テ
イ
ン
メ

ン
ト
小
説
と
し
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
た
め
、
読
者
が
文
章
を
追
う
だ
け
で
、
あ
ら
す

じ
や
内
容
、
テ
ー
マ
が
誰
で
も
把
握
で
き
る
よ
う
に
書
く
こ
と
が
、
き
わ
め
て
重
要

視
さ
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

平
凡
な
日
々
は
、
愛
も
哀
し
み
も
押
し
な
が
し
、
摩
滅
さ
せ
、
や
が
て
忘
却

さ
せ
て
い
く
。
た
だ
た
だ
、
残
酷
な
ま
で
に
。

あ
の
と
き
、
あ
の
場
所
で
、
俺
も
死
ん
で
い
た
ら
。

そ
う
、
今
で
も
、
い
つ
で
も
。

存
在
の
輪
郭
が
薄
れ
て
い
く
。
自
分
が
薄
れ
、
保
て
な
く
な
っ
て
い
く
。

こ
れ
で
い
い
。
こ
れ
で
い
い
の
だ
。

消
滅
に
身
を
任
せ
よ
う
と
し
た
俺
を
、
衝
撃
が
襲
う
。

俺
と
い
う
存
在
を
掴
む
、
巨
大
な
黒
い
手
。

五
指
の
先
に
あ
る
爪
が
、
俺
を
虚
無
か
ら
引
き
あ
げ
て
い
く
。

止
め
て
く
れ
。
俺
は
消
滅
し
た
い
。
意
識
が
あ
る
と
い
う
呪
い
か
ら
解
放
さ

れ
た
い
（
注
７
)。

引
用
の
浅
井
ラ
ボ
『
さ
れ
ど
罪
人
は
竜
と
踊
る
』
は
、
角
川
ス
ニ
ー
カ
ー
文
庫
か

ら
刊
行
が
開
始
さ
れ
、
現
在
は
小
学
館
の
ガ
ガ
ガ
文
庫
か
ら
刊
行
さ
れ
て
い
る
ラ
イ

ト
ノ
ベ
ル
作
品
で
あ
り
、
量
子
を
操
作
し
て
あ
ら
ゆ
る
者
を
生
み
だ
す
力
を
持
っ
た

「
咒
式
士
」
と
呼
ば
れ
る
ガ
ユ
ス
と
ギ
ギ
ナ
の
二
人
が
、
様
々
な
陰
謀
や
竜
と
の
戦
い

に
巻
き
込
ま
れ
て
い
く
と
い
う
物
語
で
あ
る
。
設
定
の
濃
密
さ
と
、
残
虐
さ
を
描
く

こ
と
を
い
と
わ
な
い
人
間
の
暗
部
を
描
い
た
こ
と
で
、
特
に
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
読
者
の

あ
い
だ
で
非
常
に
高
く
評
価
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
引
用
は
少
年
時
代
の
ガ
ユ
ス
が

妹
の
ア
レ
シ
エ
ル
を
戦
争
で
失
っ
た
場
面
だ
が
、
主
人
公
が
怠
惰
な
日
々
を
過
ご
す

こ
と
で
そ
の
よ
う
な
過
去
の
「
愛
」「
哀
し
み
」
を
「
忘
却
」
し
、
そ
こ
か
ら
逃
避
し

よ
う
と
す
る
意
識
が
、
地
の
文
で
そ
の
ま
ま
表
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
一

見
濃
密
な
「
設
定
」
を
ち
ら
つ
か
せ
な
が
ら
、
物
語
の
中
核
と
な
る
部
分
は
地
の
文

や
作
中
人
物
の
発
話
と
し
て
明
確
に
記
述
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
読
む
だ
け
で
読
者
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が
最
低
限
の
こ
と
を
理
解
で
き
る
よ
う
に
す
る
と
い
う
の
は
、
中
高
生
を
想
定
読
者

と
す
る
エ
ン
タ
テ
イ
ン
メ
ン
ト
作
品
で
あ
る
が
ゆ
え
の
、
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
の
書
き
手

と
し
て
ひ
と
つ
の
欠
か
せ
な
い
技
術
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
も
ち
ろ
ん
ラ
イ
ト
ノ
ベ

ル
を
テ
ク
ス
ト
分
析
な
ど
の
手
法
で
読
解
す
る
こ
と
は
可
能
な
の
だ
が
、
そ
う
い
っ

た
方
法
を
本
格
的
に
学
ん
で
い
な
い
生
徒
に
よ
る
読
書
の
段
階
で
は
、
ラ
イ
ト
ノ
ベ

ル
の
読
書
は
あ
く
ま
で
表
層
と
し
て
表
れ
た
部
分
の
読
み
が
行
わ
れ
る
だ
け
で
あ

り
、
そ
の
意
味
で
娯
楽
と
し
て
の
域
を
出
る
こ
と
は
難
し
い
。
た
と
え
読
者
が
小
説

か
ら
問
題
点
を
読
み
取
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
読
者
自
身
の
読
解
力
の
成
長

を
示
す
も
の
で
は
な
く
、
初
等
教
育
程
度
の
読
解
力
が
あ
れ
ば
誰
で
も
読
む
こ
と
が

で
き
、
誰
で
も
み
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
書
か
れ
た
要
素
に
反
応
し
た
だ
け

で
あ
り
、
国
語
教
育
的
な
読
解
、
お
よ
び
そ
の
能
力
の
向
上
は
期
待
す
る
の
は
難
し

い
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
必
ず
し
も
そ
う
と
は
い
え
な
い
作
品
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る

も
の
の
、
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
と
そ
の
関
連
書
籍
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
全
体
で
見
れ
ば
、
以

上
の
よ
う
な
意
味
で
、
あ
く
ま
で
読
書
の
入
口
、
あ
る
い
は
娯
楽
と
し
て
の
読
書
と

し
て
以
上
の
機
能
を
持
た
せ
る
こ
と
は
難
し
い
と
い
え
る
。

５

朝
読
書
と
ビ
ブ
リ
オ
バ
ト
ル
の
問
題

そ
れ
で
は
、
こ
れ
ら
の
書
籍
が
ど
の
よ
う
に
し
て
、
学
校
教
育
の
な
か
に
入
っ
て

き
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
ひ
と
つ
に
は
先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
公
共
図
書
館
の
ヤ

ン
グ
ア
ダ
ル
ト
・
サ
ー
ビ
ス
、
あ
る
い
は
学
校
図
書
館
や
学
級
文
庫
に
、
ラ
イ
ト
ノ

ベ
ル
が
少
な
か
ら
ず
排
架
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
特
に
時
雨
沢
恵
一
『
キ
ノ
の

旅
』
シ
リ
ー
ズ
な
ど
は
、
学
校
図
書
館
や
学
級
文
庫
に
お
い
て
ひ
と
つ
の
定
番
と
し

て
排
架
さ
れ
る
作
品
に
な
り
つ
つ
あ
る
。

一
方
で
注
視
し
た
い
の
は
、
先
述
の
「
朝
の
読
書
」
や
、
あ
る
い
は
近
年
学
校
現

場
で
広
が
り
を
見
せ
て
い
る
ビ
ブ
リ
オ
バ
ト
ル
に
、
こ
れ
ら
の
書
籍
が
持
ち
込
ま
れ

る
要
素
が
、
少
な
か
ら
ず
内
包
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

ま
ず
「
朝
の
読
書
」
に
つ
い
て
林
公
や
大
塚
笑
子
は
「
全
校
一
斉
で
行
う
。」「
10

分
間
で
も
毎
朝
続
け
る
。」「
読
む
本
は
何
で
も
い
い
。（
但
し
、
雑
誌
や
マ
ン
ガ
は
ダ

メ
）」「
本
を
読
む
こ
と
以
外
は
何
も
求
め
な
い
」
と
い
う
四
つ
を
原
則
と
し
て
示
し

て
い
る
(注
８
)。

国
語
の
授
業
で
要
求
さ
れ
る
よ
う
な
感
想
文
や
記
録
を
求
め
な
い
こ
と

で
、
本
を
読
む
こ
と
の
ハ
ー
ド
ル
を
低
く
し
よ
う
と
い
う
企
図
で
あ
る
。
こ
れ
は
言

い
か
え
れ
ば
、「
不
読
者
」
を
い
か
に
少
な
く
す
る
か
と
い
う
問
題
意
識
に
基
づ
い
て

い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
な
か
で
、「
雑
誌
や
マ
ン
ガ
は
ダ
メ
」
と
し
て
マ
ン
ガ

は
禁
止
す
る
一
方
で
、活
字
で
書
か
れ
た
も
の
で
あ
れ
ば「
読
む
本
は
何
で
も
い
い
。」

と
い
う
線
引
き
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
活
動
が
は
じ
ま
っ
た
の
は
一
九
八
八
年
で
あ
り
、
九
十
年
代
か
ら
ゼ
ロ
年
代

に
か
け
て
、
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
と
い
う
枠
組
み
が
で
き
る
少
し
前
の
時
期
で
あ
る
。
後

に
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
の
ひ
と
つ
と
し
て
見
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
集
英
社
文
庫
コ
バ

ル
ト
シ
リ
ー
ズ
は
、
編
著
『
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
・
フ
ロ
ン
ト
ラ
イ
ン
』
の
創
刊
号
で
も

取
り
上
げ
た
よ
う
に
(注
９
)、

氷
室
冴
子
、
藤
本
ひ
と
み
、
新
井
素
子
な
ど
を
は
じ
め
、
必

ず
し
も
現
在
の
よ
う
に
マ
ン
ガ
、
ア
ニ
メ
と
直
接
的
に
接
続
す
る
も
の
で
は
な
く
、

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
一
般
文
芸
や
Ｓ
Ｆ
、
ミ
ス
テ
リ
と
、
児
童
向
け
書
籍
と
の
橋
渡

し
と
し
て
の
意
味
合
い
が
強
い
小
説
群
だ
っ
た
。
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
が
エ
ン
タ
テ
イ
ン
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メ
ン
ト
に
よ
り
特
化
し
て
い
く
よ
う
に
な
る
の
は
、
ち
ょ
う
ど
講
談
社
Ｘ
文
庫

テ
ィ
ー
ン
ズ
ハ
ー
ト
か
ら
刊
行
さ
れ
た
折
原
み
と
作
品
を
中
心
に
、
よ
り
少
女
マ
ン

ガ
を
意
識
し
た
低
年
齢
向
け
の
小
説
が
流
行
し
は
じ
め
た
こ
の
時
期
で
あ
り
、
あ
る

い
は
、
神
坂
一
、
あ
か
ほ
り
さ
と
る
な
ど
が
、
特
に
少
年
向
け
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
の
中

心
的
な
位
置
を
占
め
た
一
九
九
〇
年
代
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
「
朝

の
読
書
」
が
想
定
し
た
選
書
の
基
準
は
、
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
が
現
在
の
よ
う
に
マ
ン
ガ
、

ア
ニ
メ
と
ほ
と
ん
ど
地
続
き
に
結
び
つ
き
、
エ
ン
タ
テ
イ
ン
メ
ン
ト
と
し
て
の
要
素

を
強
め
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
が
、
ほ
と
ん
ど
想
定
さ
れ
ず
に
な
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
と

い
え
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
現
在
の
学
校
現
場
に
お
い
て
、
マ
ン
ガ
、
雑
誌
は
朝
の
読
書
に
持
ち
込
ん

で
は
い
け
な
い
と
指
導
す
る
一
方
で
、
な
ぜ
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
は
持
ち
込
む
こ
と
が
で

き
る
の
か
と
い
う
理
由
を
明
確
に
、生
徒
が
納
得
す
る
か
た
ち
で
説
明
す
る
こ
と
は
、

よ
ほ
ど
こ
れ
ら
の
書
籍
に
通
じ
た
教
員
で
な
け
れ
ば
難
し
い
。
そ
の
た
め
、
教
員
が

ほ
と
ん
ど
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
を
読
ま
な
い
ま
ま
活
字
で
書
か
れ
た
本
だ
と
い
う
理
由
だ

け
で
「
朝
の
読
書
」
で
読
む
こ
と
を
認
め
ら
れ
て
い
た
り
、
あ
る
い
は
、
ラ
イ
ト
ノ

ベ
ル
と
い
っ
た
場
合
に
特
に
ゼ
ロ
年
代
に
流
行
し
た「
萌
え
」系
の
作
品
群
を
イ
メ
ー

ジ
し
て
、
全
体
像
を
把
握
し
な
い
ま
ま
に
「
朝
の
読
書
」
で
読
む
こ
と
を
禁
止
し
た

り
し
て
い
る
と
い
う
の
が
実
態
の
よ
う
だ
。
前
掲
の
Ｓ
Ｌ
Ａ
調
査
で
山
田
万
紀
惠
が

ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
で
は
「
読
書
力
を
高
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
断
じ
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
学
校
現
場
に
お
け
る
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
の
扱
い
に
く
さ
と

い
う
こ
と
も
、
少
な
か
ら
ず
関
わ
っ
て
い
る
。

ま
た
、
ビ
ブ
リ
オ
バ
ト
ル
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
問
題
が
指
摘
で
き
る
。
ビ
ブ
リ

オ
バ
ト
ル
が
立
ち
あ
が
っ
た
経
緯
に
つ
い
て
は
谷
口
忠
大
『
ビ
ブ
リ
オ
バ
ト
ル

本

を
知
り
人
を
知
る
書
評
ゲ
ー
ム
』
や
(注
10
)、

同
氏
の
論
文
(注
11
)に

詳
し
い
が
、
も
と
も
と
は
京

都
大
学
で
谷
口
が
お
こ
な
っ
て
い
た
読
書
会
の
形
式
に
由
来
し
た
「
書
評
」
を
お
こ

な
う「
ゲ
ー
ム
」で
あ
り
、そ
れ
が
現
在
で
は
多
様
な
広
が
り
を
見
せ
る
よ
う
に
な
っ

て
い
る
。
こ
の
「
ゲ
ー
ム
」
は
、
次
の
よ
う
な
ル
ー
ル
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
。

１
．
発
表
参
加
者
が
読
ん
で
面
白
い
と
思
っ
た
本
を
持
っ
て
集
ま
る

２
．
順
番
に
一
人
５
分
間
で
本
を
紹
介
す
る

３
．
そ
れ
ぞ
れ
の
発
表
の
後
に
参
加
者
全
員
で
そ
の
発
表
に
関
す
る
デ
ィ
ス

カ
ッ
シ
ョ
ン
を
２
〜
３
分
間
行
う
。

４
．
全
て
の
発
表
が
終
了
し
た
後
に「
ど
の
本
が
一
番
読
み
た
く
な
っ
た
か
？
」

を
基
準
と
し
た
投
票
を
参
加
者
全
員
で
行
い
、
最
多
票
を
集
め
た
も
の
を

『
チ
ャ
ン
プ
本
』
と
す
る
(注
12
)。

こ
の
ゲ
ー
ム
の
特
徴
は
、
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
技
術
や
書
評
の
内
容
で
は
な

く
、「
ど
の
本
が
一
番
読
み
た
く
な
っ
た
か
？
」
と
い
う
参
加
者
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
判

断
に
よ
っ
て
評
価
が
決
め
ら
れ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
単
純
に
発
表

者
が
好
き
な
本
を
紹
介
す
れ
ば
良
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
参
加
者
の
構
成
や
興

味
を
ふ
ま
え
、
場
に
応
じ
た
本
の
紹
介
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
、

参
加
者
同
士
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
媒
介
と
し
て
書
評
と
い
う
枠
組
み
を
用
い

て
い
る
こ
と
に
、
そ
の
主
眼
が
あ
る
と
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
は
言

い
か
え
れ
ば
、
Ｓ
Ｌ
Ａ
調
査
で
見
ら
れ
た
よ
う
な
中
高
生
の
読
書
状
況
に
お
い
て
こ

の
「
ゲ
ー
ム
」
が
実
施
さ
れ
る
と
、
ほ
と
ん
ど
自
動
的
に
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
関
連
書
籍

が
大
量
に
入
り
込
ん
で
く
る
可
能
性
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
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一
方
で
、
谷
口
自
身
が
認
め
て
い
る
よ
う
に
、
ビ
ブ
リ
オ
バ
ト
ル
は
「
ゲ
ー
ム
」

と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、「
読
書
推
進
の
文
脈
で
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
」
と

い
う
状
況
が
生
じ
つ
つ
あ
る
(注
13
)。

そ
の
な
か
で
、
国
語
教
育
、
読
書
指
導
と
接
続
す
る

こ
と
を
通
じ
て
、
ビ
ブ
リ
オ
バ
ト
ル
が
本
来
想
定
し
て
い
な
か
っ
た
は
ず
の
事
態
が

少
な
か
ら
ず
起
き
て
い
る
。
こ
の
と
き
谷
口
は
、
平
成
二
十
五
年
一
月
一
日
に
ビ
ブ

リ
オ
バ
ト
ル
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
出
し
た
年
頭
挨
拶
で
、「
一
方
で
，
こ
の
よ
う
な

公
共
の
場
，
教
育
の
場
に
お
け
る
ビ
ブ
リ
オ
バ
ト
ル
の
拡
大
が
続
く
中
で
教
育
の
場

と
い
う
特
殊
性
に
流
さ
れ
，「
ビ
ブ
リ
オ
バ
ト
ル
」
が
「
異
な
る
何
物
か
」
に
な
ら
ぬ

よ
う
に
一
定
の
注
意
を
払
っ
て
い
く
必
要
は
あ
ろ
う
と
考
え
て
い
ま
す
．」
と
し
て

お
り
(注
14
)、

書
物
を
通
じ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
手
段
と
し
て
で
は
な
く
、
選
書
の

段
階
で
「
教
育
的
」
な
配
慮
が
な
さ
れ
、
教
師
が
読
ま
せ
た
い
作
品
や
、
た
と
え
ば

伝
統
的
な
〈
文
学
〉
作
品
の
よ
う
な
、
教
師
の
側
が
教
育
に
持
ち
込
む
の
に
相
応
し

い
と
考
え
る
書
籍
を
恣
意
的
に
読
ま
せ
る
た
め
の
手
段
と
な
る
こ
と
を
、
明
確
に
否

定
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
い
わ
ば
、
読
者
同
士
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
目
的
と

す
る
ビ
ブ
リ
オ
バ
ト
ル
と
い
う
「
ゲ
ー
ム
」
に
と
っ
て
、
い
わ
ば
本
末
転
倒
と
も
い

え
る
事
態
だ
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
た
ば
あ
い
、「
朝
の
読
書
」
も
ビ
ブ
リ
オ
バ
ト
ル
も
、
特
に
そ
れ

が
学
校
現
場
に
持
ち
込
ま
れ
る
と
き
に
は
、
選
書
と
い
う
点
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
問
題

を
抱
え
て
い
る
。
娯
楽
作
品
を
あ
く
ま
で
娯
楽
と
し
て
読
む
時
間
に
充
て
て
い
る
生

徒
が
少
な
か
ら
ず
存
在
し
て
い
る
と
い
う
現
状
を
考
え
れ
ば
、
こ
こ
で
の
読
書
に

よ
っ
て
国
語
力
や
読
解
力
の
向
上
を
求
め
る
な
ど
の
「
教
育
的
」
な
効
果
を
求
め
る

こ
と
に
つ
い
て
は
、
少
な
く
と
も
こ
れ
ら
の
活
動
に
過
剰
な
期
待
を
す
る
べ
き
で
は

な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
特
に
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
を
読
ん
で
い
る
中
高
生
に
つ
い
て
は
、

マ
ン
ガ
と
同
様
に
、「
朝
の
読
書
」
や
ビ
ブ
リ
オ
バ
ト
ル
な
ど
の
機
会
を
与
え
な
く
て

も
、
自
主
的
に
読
ん
で
い
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
こ
れ
ら
の
活
動

は
、
た
と
え
ば
岩
波
ジ
ュ
ニ
ア
新
書
や
ち
く
ま
プ
リ
マ
ー
新
書
、
あ
る
い
は
講
談
社

ブ
ル
ー
バ
ッ
ク
ス
の
よ
う
な
論
説
文
、
評
論
を
読
む
こ
と
に
は
ほ
と
ん
ど
つ
な
が
ら

な
い
。
し
た
が
っ
て
、
娯
楽
と
し
て
の
読
書
で
は
な
く
、
新
し
い
知
識
を
得
た
り
、

読
解
力
を
向
上
さ
せ
る
た
め
の
読
書
の
機
会
は
、
学
校
図
書
館
と
国
語
を
は
じ
め
と

し
た
各
教
科
と
の
連
携
を
通
じ
て
、
意
識
的
に
生
徒
、
児
童
に
与
え
て
い
く
必
要
が

あ
る
。

し
か
し
、
筆
者
も
執
筆
者
と
し
て
参
加
し
て
い
る
金
原
瑞
人
と
ひ
こ
・
田
中
が
編

ん
だ
中
高
生
向
け
ブ
ッ
ク
ガ
イ
ド
『
今
す
ぐ
読
み
た
い
！

10
代
の
た
め
の
Ｙ
Ａ

ブ
ッ
ク
ガ
イ
ド
150
！
』（
ポ
プ
ラ
社
、二
〇
一
五
）な
ど
を
見
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、

ど
う
し
て
も
中
学
生
や
高
校
生
に
本
を
薦
め
よ
う
と
す
る
と
、
ま
ず
は
娯
楽
と
し
て

小
説
を
読
む
よ
う
指
導
す
る
と
い
う
こ
と
が
最
優
先
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
こ
と

が
、
中
学
生
、
高
校
生
の
読
書
指
導
に
お
い
て
、
も
っ
と
も
大
き
な
問
題
だ
と
い
え

る
だ
ろ
う
。

６

お
わ
り
に

こ
れ
ま
で
本
論
で
は
、
中
学
生
、
高
校
生
の
読
書
の
現
状
と
、
学
校
現
場
で
行
わ

れ
て
い
る
読
書
の
実
態
、
お
よ
び
そ
こ
で
少
な
か
ら
ず
読
ま
れ
て
い
る
ラ
イ
ト
ノ
ベ

ル
の
問
題
点
に
つ
い
て
考
え
て
き
た
。
そ
の
上
で
、
特
に
中
学
生
や
高
校
生
の
読
書

が
、
ど
の
よ
う
に
娯
楽
の
た
め
の
読
書
に
偏
っ
て
い
る
か
、
そ
こ
に
ど
の
よ
う
な
要
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因
が
あ
る
の
か
に
つ
い
て
考
え
て
き
た
。

そ
れ
で
は
こ
れ
か
ら
ど
の
よ
う
に
読
書
指
導
を
行
い
、
国
語
教
育
と
接
続
さ
せ
て

い
け
ば
良
い
の
だ
ろ
う
か
。

た
と
え
ば
米
谷
茂
則
は
、
児
童
へ
の
読
書
の
指
導
方
法
と
し
て
、「
ａ
．
楽
し
み
読

み
の
指
導
」「
ｂ
．
調
べ
読
み
の
指
導
」「
ｃ
．
考
え
読
み
の
指
導
」「
ｄ
．
集
団
読
書

の
指
導
」「
ｅ
．
読
書
集
会
の
指
導
」
と
い
う
五
つ
の
枠
組
み
の
必
要
性
を
示
し
て

い
る
(注
15
)。

こ
の
枠
組
み
が
ど
れ
だ
け
中
等
教
育
に
援
用
で
き
る
か
に
つ
い
て
は
別
に

議
論
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
の
、「
集
団
読
書
」「
読
書
集
会
」
と
し
て
「
朝
の
読
書
」

や
ビ
ブ
リ
オ
バ
ト
ル
を
組
み
込
ん
だ
場
合
に
は
、
そ
れ
が
自
動
的
に
「
楽
し
み
読
み
」

に
つ
な
が
っ
て
し
ま
い
、「
考
え
読
み
」
や
「
調
べ
読
み
」
な
ど
に
は
つ
な
が
ら
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
教
室
な
ど
の
集
団
で
読
書
を
共
有
す
る
場
合
に
は
、
別
の
方
法
で
発

表
会
や
読
書
会
、
討
論
会
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
読
書
感
想
文
に

お
い
て
も
、
ど
の
よ
う
な
本
を
読
む
か
と
い
う
選
書
の
段
階
で
娯
楽
作
品
が
選
ば
れ

て
し
ま
う
こ
と
が
多
く
、
同
じ
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

以
上
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
、
特
に
中
等
教
育
に
お
い
て
求
め
ら
れ
る
の
は
、

ビ
ブ
リ
オ
バ
ト
ル
や
「
朝
の
読
書
」、「
読
書
の
木
」
な
ど
と
は
異
な
る
活
動
で
、
ど

の
よ
う
に
娯
楽
と
し
て
の
読
書
で
は
な
い
読
書
の
機
会
を
作
り
出
す
か
と
い
う
試
み

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
読
書
と
、
娯
楽
と
し
て
の
読
書
と
を
い
か
に
両
立
さ
せ
て
い

く
の
か
こ
そ
が
、
現
在
の
読
書
指
導
に
お
け
る
課
題
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ

の
具
体
的
な
方
法
に
つ
い
て
は
、
実
践
的
な
授
業
報
告
と
し
て
、
別
稿
に
て
考
え
い

く
こ
と
と
し
た
い
。

﹇
注
﹈

（
１
）
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ラ
イ
ブ
ラ
リ
に
お
け
る
ヤ
ン
グ
ア
ダ
ル
ト
・
サ
ー
ビ

ス
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
、
拙
稿
「〈
読
者
〉
と
し
て
の
〈
ヤ
ン
グ
ア
ダ
ル
ト
〉

―
ラ

イ
ト
ノ
ベ
ル
を
〈
教
材
〉
に
す
る
」（
一
柳
廣
孝
・
久
米
依
子
編
、
二
〇
〇
九
年
、『
ラ
イ
ト
ノ

ベ
ル
研
究
序
説
』、
青
弓
社
、
pp.185-199）
で
論
じ
て
い
る
。

（
２
）
吉
田
一
憲
、
一
九
九
一
年
十
一
月
、「
Ｙ
Ａ
担
当
奮
戦
記

―
町
田
市
立
中
央
図
書
館
に

お
け
る
ヤ
ン
グ
ア
ダ
ル
ト
サ
ー
ビ
ス
」、『
図
書
館
雑
誌
』
第
八
十
五
巻
第
十
二
号
、

pp.803-805。

（
３
）「
朝
の
読
書
」
に
つ
い
て
は
、
株
式
会
社
ト
ー
ハ
ン
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
に
あ
る
「
社
会

活
動
」「
朝
の
読
書
」
の
項
目
に
「
朝
の
読
書
推
進
協
議
会
」
か
ら
の
情
報
が
随
時
提
供
が
行
わ

れ
て
い
る
。（
http://w
w
w
.tohan.jp/csr/asadoku/,
2015/10/28）

（
４
）
こ
こ
で
「
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
」
の
語
は
、
ひ
と
ま
ず
「
主
と
し
て
中
学
生
か
ら
大
学
生
に

か
け
て
の
学
生
を
想
定
読
者
と
し
、
ま
ん
が
や
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
を
想
起
さ
せ
る
イ
ラ
ス
ト
を

添
え
て
出
版
さ
れ
る
小
説
群
の
こ
と
。
ま
た
、物
語
の
作
中
人
物
も
、ま
ん
が
や
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ

ン
に
登
場
す
る
「
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
」
と
し
て
描
か
れ
る
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
小
説
で
あ
る
。」（
拙

著
、
二
〇
一
四
年
、『
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
か
ら
見
た
少
女
／
少
年
小
説
史

現
代
日
本
の
物
語
文
化

を
見
直
す
た
め
に
』、
笠
間
書
院
）
に
し
た
が
う
も
の
と
し
、
そ
れ
に
加
え
た
「
カ
テ
ゴ
リ
」
の

問
題
に
つ
い
て
は
本
論
第
四
項
で
具
体
的
に
触
れ
て
い
る
。「
ラ
イ
ト
文
芸
」
と
は
「
キ
ャ
ラ
文

芸
」
と
も
呼
ば
れ
、
主
に
二
十
代
女
性
を
対
象
と
し
て
書
か
れ
る
一
般
向
け
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

小
説
の
こ
と
で
あ
り
、
詳
細
は
拙
稿
「
ラ
イ
ト
文
芸
の
流
行
と
今
後
の
展
望
」（
大
橋
崇
行
・
山

中
智
省
編
、
二
〇
一
五
年
、『
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
・
フ
ロ
ン
ト
ラ
イ
ン

１
』、
青
弓
社
）
で
言
及

し
て
い
る
。
ま
た
、「
ボ
カ
ロ
小
説
」
と
は
、
ク
リ
プ
ト
ン
・
フ
ュ
ー
チ
ャ
ー
・
メ
デ
ィ
ア
が
ヤ

マ
ハ
の
開
発
し
た
音
声
合
成
技
術
「
ボ
ー
カ
ロ
イ
ド
」
を
用
い
て
制
作
し
た
「
初
音
ミ
ク
」
な

ど
の
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を
用
い
て
作
ら
れ
た
楽
曲
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
小
説
を
、
主
に
そ
の
音
楽
の

作
り
手
が
書
く
と
い
う
作
品
群
で
あ
り
、
m
othy（
悪
ノ
Ｐ
）『
悪
ノ
娘
』（
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所
、
二
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〇
一
〇
―
二
〇
一
二
）
の
ヒ
ッ
ト
に
よ
っ
て
類
似
し
た
コ
ン
セ
プ
ト
の
作
品
が
数
多
く
出
版
さ

れ
た
。

（
５
）
上
野
千
鶴
子
、
一
九
八
五
年
、『
資
本
制
と
家
事
労
働
』、
海
鳴
社
。

（
６
）
新
城
カ
ズ
マ
、
二
〇
〇
六
年
、『
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
「
超
」
入
門
』、
ソ
フ
ト
バ
ン
ク
・
ク

リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
（
ソ
フ
ト
バ
ン
ク
新
書
）。

（
７
）
浅
井
ラ
ボ
、
二
〇
〇
三
年
、『
さ
れ
ど
罪
人
は
竜
と
踊
る
』、
角
川
書
店
（
角
川
ス
ニ
ー

カ
ー
文
庫
）。
引
用
は
、
二
〇
〇
八
年
刊
行
の
小
学
館
（
ガ
ガ
ガ
文
庫
）
版
。

（
８
）
林
公
、
一
九
九
七
年
、『
朝
の
読
書
実
践
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク

一
日
10
分
で
本
が
好
き
に
な

る
』、
メ
デ
ィ
ア
パ
ル
。「
朝
の
読
書
」
の
基
本
的
な
考
え
方
に
つ
い
て
は
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ロ
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知
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司
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介
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ェ
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Status and Problems in Reading in Junior High School
and High School Students

―the relation between "light novels" and Japanese-language education―

Takayuki OHASHI
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Abstract

Japanese-language education is facing a major problem in junior high schools and high

schools in Japan. That problem is getting students to read books. Teachers have been

working to reduce the number of students who do not read any books at all. Such students

are known as fudoku-sya in the Japanese education system. The government and

municipalities have tried various methods to address this problem, and the number of fudoku-

sya has been greatly reduced. However, new problems are now occurring. This paper

analyzed the results of a number of studies on reading and found that the main purpose of

reading for junior high school and high school students is entertainment. The cause of this is,

the reading activities taking place in junior high schools and high schools. In light of this,

this paper concludes that it is important that students balance reading for entertainment with

reading for learning.


